
昨
年
一

月
一
日
に

発
生
し
た

能
登
半
島

地
震
か
ら

一
年
以
上

が
経
過
し

ま
し
た
。

し
か
し
、

い
ま
だ
に

多
く
の
方

々
が
避
難

生
活
を
強

い
ら
れ
、
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
や
住
宅
再
建
も

思
う
よ
う
に
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。

人
生
は
何
事
も
自
分
の
思
い
通
り
に
な
れ

ば
よ
い
の
で
す
が
な
か
な
か
そ
の
よ
う
に
は

い
か
な
い
よ
う
で
す
。

新
し
い
年
を
迎
え
、
期
待
や
不
安
に
満
ち

た
新
た
な
日
々
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
三
月

中
に
西
光
寺
で
は
、
早
咲
き
の
桜
が
満
開
と

な
り
ま
し
た
。
西
光
寺
敷
地
に
毎
年
花
を
咲

咲
く
も
よ
し

散
る
も
よ
し

花
は
嘆
か
ず

今
を
生
き
る

桜満開（西光寺地内 03/27）

か
せ
て
い
ま
す
が
、
今
年
も
た
く
さ
ん
の
花

を
咲
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

私
を
含
め
、
人
は
何
か
あ
る
と
す
ぐ
に
愚

痴
を
言
っ
た
り
、
わ
が
ま
ま
を
言
っ
た
り
し

ま
す
。

し
か
し
花
は
、
咲
く
時
も
散
っ
て
い
く
時

も
、
恨
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
せ
ず
、
あ
り
の

ま
ま
に
生
き
て
い
ま
す
。
春
が
来
て
も
冬
が

来
て
も
、
一
心
に
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
て

い
る
桜
の
木
は
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
生

き
た
ら
い
い
か
を
無
言
で
教
え
て
く
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

過
去
を
悔
や
み
な
が
ら
過
去
に
生
き
て
い

る
人
。
未
来
に
不
安
を
感
じ
今
を
お
ろ
そ
か

に
し
て
い
る
人
。
人
は
誰
も
が
過
去
に
縛
ら

れ
、
未
来
に
不
安
を
抱
え
生
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
過
去
に
は
戻
れ
ま
せ
ん
し
、
未
来

は
ま
だ
来
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
今
を
生
き
て

い
る
の
で
す
。
今
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は

大
切
な
こ
と
で
す
。

表
題
の
言
葉
の
元
歌
は
、
坂
村
真
民
作
の

詩
「
咲
く
も
無
心

散
る
も
無
心

花
は
嘆

か
ず

今
を
生
き
る
」
で
す
。

「
今
」
を
生
き
る
と
い
う
の
は
難
し
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
が
、

何
か
に
行
き
詰
っ
た

時
に
ぜ
ひ
こ
の
詩
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
れ
こ
れ
考
え
て
頭
の
中
が
い
っ
ぱ
い
の
時

に
思
い
出
す
と
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

来
る
４
月

日
12

（
土
）
、
公
費
解
体

作
業
が
始
ま
る
前

に
、
本
堂
前
で
本
堂

解
体
名
残
法
要
並
び

に
西
光
寺
全
門
徒
物

故
者
追
悼
法
要
を
お

勤
め
い
た
し
ま
す
。

本
堂
は
使
え
ま
せ

ん
の
で
、
本
堂
前
の

参
道
で
行
い
ま
す
。

ご
縁
あ
る
皆
さ
ま

に
お
か
れ
ま
し
て
は
万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の

上
ご
参
集
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

「
へ
ん
じ
ゃ
参
り
」
は
中
止
し
ま
す
。

四
百
年
の
歴
史
に
感
謝
を
こ
め
て

本
堂
解
体
名
残
法
要
兼

西
光
寺
全
門
徒
物
故
者
追
悼
法
要

□
四
月
十
二
日
（
土
）
午
後
一
時
よ
り

□
西
光
寺
本
堂
前
参
道
に
て
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三
月
二

十

五

日

（
火
）
、
本

山
よ
り
真
宗

大
谷
派
宗
議

会
議
員
さ
ん

十
六
名
が
、

能
登
教
務
所

所
長
さ
ん
と

共
に
西
光
寺

へ
震
災
被
害

の
お
見
舞
い
と
調
査
に
お
い
で
ま
し
た
。

一
口
メ
モ

宗
議
会
と
は

真
宗
大
谷
派
の
最
高
議
決
機
関
を
「
宗
会
」

と
い
い
ま
す
が
、
僧
侶
で
構
成
す
る
「
宗
議

会
」
と
門
徒
で
構
成
す
る
「
参
議
会
」
で
組

織
さ
れ
、
宗
派
の
予
決
算
、
条
例
案
な
ど
が

審
議
さ
れ
ま
す
。

木
鼻
（
き
ば
な
）
と
は
、
柱
を
貫
通
す
る

頭
貫
（
か
し
ら
ぬ
き
）
・
肘
木
（
ひ
じ
き
）
・

虹
梁
（
こ
う
り
ょ
う
）
の
柱
か
ら
突
き
出
た

部
分
の
名
称
で
す
。
名
称
の
由
来
は
、「
木
の

真
宗
大
谷
派
宗
議
会
視
察
団
来
寺

３
／
25

議
員
さ
ん

名
視
察
に
訪
れ
る

16

視察団の方に被災状況を説明

伝
統
建
築
の
魅
力
「
木
鼻
」
救
出

端
→
木
端
」
か
ら
漢

字
が
変
わ
り
「
木
鼻
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

も
と
は
頭
貫
や
肘

木
、
虹
梁
の
柱
か
ら

飛
び
出
る
部
分
を
直

接
加
工
し
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
以
降
、

装
飾
目
的
が
強
く
な
る
に
つ
れ
、
頭
貫
や
肘

木
、
虹
梁
と
は
分
け
て
、
独
立
し
た
部
品
と

す
る
こ
と
が
主
流
と
な
り
ま
し
た
。

木
鼻
は
社
寺
建
築
の
美
し
さ
を
演
出
す
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
代
の
文
化
財
的
な
資

料
と
し
て
も
貴
重
な
価
値
の
あ
る
部
位
で
す
。

初
期
の
頃
は
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
し
た
が
、

次
第
に
獅
子
や
龍
、
象
や
獏
（
ば
く
）
な
ど

の
複
雑
で
繊
細
な
彫
刻
が
施
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

西
光
寺
の
木
鼻
は
、「
獏
」
で
す
。

公
費
解
体

前
に
、
昨
年

秋
取
り
外
し

ま
し
た
。
再

利
用
は
難
し

い
の
で
、
台

座
を
付
け
て

モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
と
し
て
残

そ
う
と
考
え

て
い
ま
す
。

地面に下ろされた木鼻

西光寺の木鼻・獏

御
文ご

法
事
の
後
に
拝
読
さ
れ
、
あ
な
か
し
こ
、

あ
な
か
し
こ
で
終
わ
る
「
御
文
（
お
ふ
み
）
」
。

「
御
文
」
と
は
、
蓮
如
上
人
が
ご
門
徒
た

ち
に
宛
て
た
「
お
手
紙
」
で
、
真
宗
の
教
え

が
わ
か
り
や
す
く
、
し
か
も
簡
潔
に
書
き
表

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
御
文
」
の
特
徴
は
、

ご
門
徒
た
ち
に
広
く
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

法
座
に
つ
ら
な
っ
た
様
々
な
人
々
は
、
蓮
如

上
人
の
「
御
文
」
を
受
け
取
っ
た
人
か
ら
、

そ
の
内
容
（
教
え
）
を
耳
か
ら
聴
い
て
、
多

く
の
人
た
ち
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
、
そ
し
て

親
鸞
聖
人
に
出
遇
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。

御
文
は
い
わ
ば
、「
読
む
」
と
い
う
よ
り
も

「
聴
く
」
と
い
う
性
格
の
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
蓮
如
上
人
は
、
は
じ
め
か
ら
「
御

文
」
に
よ
る
伝
道
を
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
く
、
あ
る
男
の
進
言
に
よ
っ
て
本
格
的

な
執
筆
活
動
に
取
り
組
ま
れ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
男
の
名
は
「
下
間
安
芸
法
眼
蓮
崇
（
し

も
つ
ま
あ
き
の
ほ
う
が
ん
れ
ん
そ
う
）
」
通
称

「
蓮
崇
（
れ
ん
そ
う
）
」
と
言
い
ま
す
。

初
め
、
蓮
崇
は
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
仮
名
文
字
の
書
写
か
ら

始
め
、
次
に
漢
文
を
習
い
、
や
が
て
お
経
の

書
写
ま
で
も
短
期
間
の
う
ち
に
身
に
付
け
て
、

下
間
蓮
崇

伝

第
一
回
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そ
の
才
学
は
蓮
如
上
人
の
目
に
止
ま
り
、
蓮

如
上
人
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

蓮
崇
は
、
蓮
如
上
人
の
「
蓮
」
の
一
字
を

名
前
に
頂
戴
し
、
代
々
本
願
寺
の
坊
官
（
＝

寺
院
な
ど
で
事
務
を
担
当
し
た
僧
）
で
あ
っ

た
下
間
氏
の
姓
を
与
え
ら
れ
た
ほ
ど
蓮
如
上

人
に
信
頼
さ
れ
た
人
物
で
し
た
。

ア
イ
デ
ア
マ
ン
で
あ
っ
た
彼
は
、
布
教
方

法
や
組
織
作
り
な
ど
に
マ
ル
チ
な
才
能
を
発

揮
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
蓮
崇
は
蓮
如
上
人
に
よ
っ
て
、

破
門
さ
れ
ま
す
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
人
生
を

歩
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

蓮
崇
と
い
う
男

彼
の
本
名
は
心
眼
（
し
ん
げ
ん
）
と
い
い
、

越
前
・
浅
水
村
（
現
福
井
県
福
井
市
麻
生
津
）

の
出
身
で
、
よ
く
安
芸
国
（
現
広
島
県
）
に

行
き
来
し
て
い
た
の
で
、
人
か
ら
は
「
安
芸
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

蓮
崇
が
本
願
寺
に
現
れ
た
時
期
は
は
っ
き

り
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
三
十
五
歳
ぐ
ら
い
の

時
、
高
野
山
へ
参
拝
し
よ
う
と
し
た
際
に
、

高
野
山
で
は
な
く
、
本
願
寺
に
参
詣
す
る
こ

と
を
勧
め
ら
れ
た
の
が
ご
縁
で
、
蓮
如
上
人

の
説
法
を
聴
聞
し
た
と
こ
ろ
、
教
え
に
感
銘

を
受
け
て
、
蓮
如
上
人
に
帰
依
し
ま
し
た
。

読
み
書
き
が
で
き
な
か
っ
た
蓮
崇
は
、
「
い

ろ
は
４
８
文
字
」
か
ら
字
を
学
び
始
め
ま
し

た
。
す
る
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
平
仮
名
を

覚
え
た
彼
は
、
更
に
漢
字
を
習
得
し
、
経
典

の
写
経
ま
で
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

教
養
読
み
書
き
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
こ
れ

ま
で
学
ぶ
機
会
が
な
か
っ
た
か
ら
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
蓮
崇
の
上
洛
か
ら
ま
も
な
く
、

比
叡
山
の
攻
撃
を
受
け
、
お
堂
を
破
壊
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
滋
賀
県
大
津
の
三
井
寺
に

頼
っ
て
一
時
の
安
住
を
得
た
蓮
如
上
人
で
す

が
、
比
叡
山
の
弾
圧
は
執
拗
に
続
き
ま
し
た
。

意
を
決
し
た
蓮
如
上
人
は
、
つ
い
に
都
か
ら

遠
く
離
れ
た
越
前
吉
崎
を
布
教
の
新
天
地
に

選
び
ま
す
。
時
に
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）、

上
人
五
十
七
歳
の
決
断
で
し
た
。
（
次
号
に
続

く
）

御文・蓮崇書写本

西
光
寺
ラ
イ
ン
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で
は
、

寺
だ
よ
り
や
へ
ん
じ
ゃ
ま
い
り
や
報
恩
講
な

ど
の
お
参
り
に
つ
い
て
の
情
報
を
配
信
し
て

い
ま
す
。

①

災
害
用
三
折
御
本
尊
（
三
折
本
尊
・
勤
行

本
２
冊
）
の
提
供
【
無
償
】

②

帰
敬
式
法
名
紙
の
再
交
付
【
無
償
】

※
本
山
に
お
い
て
法
名
を
染
筆
後
お
渡
し

い
た
し
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
西
光
寺
ま
で
ご
連
絡
下

さ
い
。

西
光
寺
ラ
イ
ン
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
開
設
！

友
だ
ち
募
集
中
！

友だちの追加方法

スマートフォンのカメラを使い左
下のＱＲコードを読み込むと、西光
寺ライン公式アカウントを友だちに
追加できます。

連絡はLINEで出
来ますので、葬儀
のことや今後のこ
とに関する相談や
質問は西光寺LINE
公式アカウントで
お気軽にお尋ねく
ださい。

本
山
か
ら
の
お
知
ら
せ
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＝
編
集
後
記
＝

仮
設
住
宅
よ
り

道
路
が
で
き
て
、イ
ン
フ
ラ
が
整
い
、家
が
建
て

ら
れ
る
か
ら
新
し
い
ま
ち
が
始
ま
る
の
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。

復
旧
・復
興
を
考
え
る
上
で
い
ち
ば
ん
大
事
な

の
は
、そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
で
す
。人
の
心
が
折

れ
て
し
ま
っ
た
ら
、道
を
つ
く
っ
て
も
、建
物
が
完

成
し
て
も
、地
域
の
復
興
は
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。こ

の
珠
洲
の
地
に
住
む
私
た
ち
が
希
望
を
持
っ

て
自
分
た
ち
の
地
域
に
つ
い
て
考
え
、ま
ち
づ
く

り
を
す
す
め
て
い
く
よ
う
な
「
人
間
の
復
興
」
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

「
人
間
の
復
興
」
に
は
、「
精
神
の
よ
り
所
」
と

し
て
神
社
仏
閣
は
不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
お
寺
は
念
仏
の
道
場
で
、生
き

る
こ
と
を
確
か
め
合
う
場
所
で
す
。お
寺
の
役
割

を
再
定
義
し
、新
し
い
仕
組
み
を
取
り
入
れ
る
こ

と
で
、地
域
社
会
に
お
け
る
お
寺
の
存
在
意
義
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

西
光
寺
が
、「
人
間
の
復
興
」
の
一
助
と
な
る

こ
と
を
願
い
、ご
門
徒
さ
ん
と
一
緒
に
西
光
寺
を

復
興
し
た
い
、そ
う
思
う
こ
と
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

西光寺ホームページ

■公開 URL
https://syoinsaikouji.com
■サイト名
蓮如上人ゆかりの寺西光寺

スマートフ
ォンをお持
ちの方は、
スマートフ
ォンのカメ
ラを使い左

のＱＲコードを読み込み、西
光寺サイトにお越し下さい。

令和７年１月１日、西光寺
ホームページを公開いたしま
した。
これからこのホームページを
使いお寺の行事や案内、行事
の報告などを発信していきま
す。
仮設住宅での作業ゆえ、思う
ような画面になっていません
が、不充分なままでも取り敢
えず発信し、追い追いより良
いものに仕上げて行きたいと
思っています。
ご一読いただければ幸いで
す。


